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日本宗教とイスラームのパンデミック認識：禍難を乗り越える手段として

は
じ
め
に

　

人
類
は
歴
史
に
お
い
て
幾
度
も
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
（
感
染
症
の
世
界
的
流

行
）
を
経
験
し
、
お
び
た
だ
し
い
命
を
失
っ
て
き
た
。
現
在
進
行
中
の
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
危
機
が
い
つ
終
息
す
る
の
か
は
予
測
で
き
な
い
が
、
ひ
と

つ
だ
け
確
実
で
言
え
る
の
は
、
い
ず
れ
こ
の
危
機
も
過
ぎ
去
る
と
い
う
こ
と

だ
。
歴
史
に
お
い
て
終
わ
ら
な
か
っ
た
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
は
な
い
。
こ
の
危
機

が
去
っ
た
後
に
、
世
界
に
は
ど
の
よ
う
な
風
景
が
拡
が
っ
て
い
る
の
か
。
世

界
中
の
識
者
が
議
論
を
始
め
て
い
る
。

　

目
下
の
と
こ
ろ
最
も
関
心
を
集
め
て
い
る
の
は
、
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
が
経
済

に
与
え
る
影
響
で
あ
ろ
う
。
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
は
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
・
セ
ク

タ
ー
や
社
会
的
弱
者
を
直
撃
す
る
。
企
業
に
と
っ
て
の
懸
念
は
、「
世
界
的

な
契
機
後
退
の
長
期
化
」「
企
業
倒
産
」「
産
業
界
の
再
編
」「
サ
プ
ラ
イ
・

チ
ェ
ー
ン
の
寸
断
」「
失
業
率
上
昇
」「
保
護
主
義
の
拡
大
」
と
い
っ
た
点
で

あ
る
。
世
界
経
済
フ
ォ
ー
ラ
ム
が
二
〇
二
〇
年
五
月
に
発
表
し
た
報
告
書
に

よ
れ
ば
、「
世
界
経
済
総
生
産
の
三
％
減
少
」「
世
界
貿
易
量
の
一
三
〜
三

二
％
縮
小
」「
海
外
直
接
投
資
の
三
〇
〜
四
〇
％
減
少
」「
五
億
人
が
貧
困
層

に
転
落
」
が
今
後
起
こ
り
う
る
事
態
、
と
予
測
さ
れ
て
い
る）

1
（

。

　

す
さ
ま
じ
い
数
字
で
、
ま
さ
に
世
界
経
済
は
大
恐
慌
以
来
の
危
機
に
直
面

し
て
い
る
こ
と
を
示
す
。
大
恐
慌
は
各
国
政
府
を
保
護
主
義
に
奔
ら
せ
、
全

体
主
義
国
家
の
台
頭
を
招
き
、
や
が
て
世
界
は
第
二
次
世
界
大
戦
に
な
だ
れ

こ
ん
で
い
っ
た
。
現
在
の
国
際
協
調
体
制
は
、
辛
酸
を
な
め
つ
く
し
た
世
界

が
再
び
戦
争
を
起
こ
さ
な
い
た
め
に
、
大
恐
慌
以
降
の
内
向
き
ナ
シ
ョ
ナ
リ

ズ
ム
に
対
す
る
反
省
の
上
に
、
構
築
し
た
秩
序
で
あ
る
。
そ
れ
が
今
、
根
底

の
と
こ
ろ
か
ら
揺
ら
い
で
い
る
。

　

さ
ら
に
政
治
に
お
い
て
は
、
国
際
協
調
に
背
を
向
け
る
自
国
第
一
主
義
、

排
外
主
義
、
権
威
主
義
へ
の
傾
斜
現
象
が
世
界
各
地
で
見
ら
れ
る
。
パ
ン
デ

【
特
集
】

禍
難
を
乗
り
越
え
て

日
本
宗
教
と
イ
ス
ラ
ー
ム
の
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
認
識
：
禍
難
を
乗
り
越
え
る
手
段
と
し
て

小
川
　
忠
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ミ
ッ
ク
が
エ
ス
ノ
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
、
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
、
権
威
主
義
に
よ
る

人
権
抑
圧
の
口
実
に
な
る
こ
と
へ
の
危
惧
を
、
グ
テ
ー
レ
ス
国
連
事
務
総
長

が
述
べ
た
の
は
、
国
際
社
会
の
深
刻
な
危
機
感
の
表
れ
で
あ
ろ
う）

2
（

。

　

パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
は
、
経
済
、
政
治
に
と
ど
ま
ら
ず
社
会
文
化
面
に
も
大
き

な
衝
撃
を
与
え
る
。
教
育
も
し
か
り
。
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
の
教
育
へ
の
影
響
に

つ
い
て
、
ユ
ネ
ス
コ
が
各
国
政
府
か
ら
情
報
を
収
集
し
て
い
る
。
こ
の
ユ
ネ

ス
コ
統
計
に
よ
れ
ば
、
二
〇
二
〇
年
一
二
月
一
日
時
点
で
二
九
か
国
に
お
い

て
学
級
閉
鎖
の
措
置
が
と
ら
れ
、
全
学
習
者
の
一
八
％
、
三
億
一
七
八
一
万

人
の
学
習
者
に
影
響
が
出
て
い
る
。
同
年
六
月
時
点
で
は
一
〇
四
カ
国
で
学

級
が
閉
鎖
さ
れ
、
影
響
を
受
け
る
学
習
者
は
一
〇
億
人
を
超
え
て
い
た）

3
（

。

　

ウ
ィ
ル
ス
危
機
は
、
現
代
人
の
心
の
あ
り
様
を
揺
す
ぶ
る
。
寄
稿
者
は
、

こ
れ
か
ら
の
世
界
に
お
い
て
、
二
〇
世
紀
後
半
に
既
に
始
ま
っ
て
い
た
「
宗

教
の
復
権
」
現
象
が
世
界
各
地
で
加
速
す
る
の
で
は
な
い
か
、
と
予
想
し
て

い
る
。
国
民
の
多
く
が
「
無
宗
教
」
と
い
う
自
己
認
識
を
有
し
、
世
俗
主
義

的
な
日
本
社
会
に
お
い
て
も
、
そ
の
兆
候
が
見
ら
れ
る
。

　

長
年
日
本
の
論
壇
の
中
心
に
い
て
二
〇
二
〇
年
八
月
一
九
日
に
世
を
去
っ

た
評
論
家
の
山
崎
正
和
は
、
亡
く
な
る
直
前
の
五
月
に
脱
稿
し
た
論
考
に
お

い
て
、
二
〇
二
〇
年
ウ
イ
ル
ス
危
機
は
「
近
代
人
の
秘
め
ら
れ
た
傲
慢
に
冷

や
水
を
浴
び
せ
、
人
類
の
過
去
の
文
明
、
都
市
文
明
発
祥
以
来
の
歴
史
へ
の

復
帰
を
促
す）

4
（

」
と
予
言
的
な
言
葉
を
遺
し
た
。

　

疫
病
の
流
行
と
い
う
目
に
見
え
ぬ
恐
怖
に
関
し
て
、
死
が
日
常
の
な
か
に

あ
り
、
そ
れ
に
耐
え
る
感
性
を
備
え
て
い
た
中
世
人
よ
り
、「
長
ら
く
死
か

ら
逃
避
し
、
死
か
ら
目
を
そ
む
け
る
習
慣
を
養
っ
て
き
た
」
現
代
人
の
方
が

過
酷
、
と
山
崎
は
述
べ
、「
今
回
の
経
験
が
伝
統
的
な
日
本
の
世
界
観
、
現

実
を
無
常
と
見
る
感
受
性
の
復
活
に
繋
が
っ
て
ほ
し
い
」
と
現
代
日
本
人
へ

の
願
い
を
語
っ
て
い
る）

5
（

。

　

こ
こ
で
山
崎
は
、
無
常
感
と
い
う
日
本
の
伝
統
的
価
値
観
を
「
感
傷
的
な

虚
無
主
義
」
で
は
な
く
、「
現
実
変
革
の
具
体
的
な
知
恵
と
技
を
発
揮
し
な

が
ら
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
れ
を
無
常
の
営
み
、
い
ず
れ
は
塵
埃
に
返
る
つ

か
の
ま
の
達
成
に
す
ぎ
な
い
と
見
明
き
ら
め
る
醒
め
た
感
受
性
」
と
表
現
し

て
い
る）

6
（

。

　

こ
れ
を
言
い
換
え
れ
ば
、
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
禍
の
「
不
安
の
時
代
」
に
お
い

て
、
日
本
の
伝
統
的
な
死
生
観
は
、
経
済
や
医
学
が
提
供
し
え
な
い
「
安
心
」

を
現
代
人
に
提
供
し
近
代
文
明
を
補
完
し
う
る
存
在
、
と
な
る
。
つ
ま
り
、

宗
教
的
感
性
は
、
ウ
イ
ル
ス
と
の
戦
い
に
お
い
て
近
代
と
共
闘
し
、
戦
い
に

勝
利
す
る
た
め
の
心
の
鎧
、
と
山
崎
は
見
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

他
方
、
宗
教
は
近
代
の
基
本
原
理
で
あ
る
合
理
主
義
を
否
定
し
、
非
科
学

的
あ
る
い
は
反
科
学
的
行
動
を
信
徒
に
と
ら
せ
る
が
ゆ
え
に
、
ウ
イ
ル
ス
と

の
戦
い
に
お
い
て
足
か
せ
に
な
る
、
と
い
う
見
方
も
あ
る
。
三
密
状
態
に
な

り
や
す
い
キ
リ
ス
ト
教
や
イ
ス
ラ
ー
ム
教
の
集
団
礼
拝
と
い
う
信
仰
形
態
は



8

日本宗教とイスラームのパンデミック認識：禍難を乗り越える手段として

ク
ラ
ス
タ
ー
感
染
の
原
因
と
な
る
こ
と
が
懸
念
さ
れ
、
韓
国
の
教
会
や
マ

レ
ー
シ
ア
の
モ
ス
ク
で
実
際
に
発
生
し
た
ク
ラ
ス
タ
ー
感
染
報
道
に
接
す
る

と
、
宗
教
の
非
合
理
性
が
疫
病
に
対
す
る
社
会
の
耐
久
力
を
弱
め
て
い
る
よ

う
に
も
見
え
る
。

　

本
稿
で
は
、
宗
教
が
今
日
の
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
、
意
味

づ
け
を
し
て
い
る
の
か
、
日
本
と
イ
ス
ラ
ー
ム
の
事
例
を
参
照
し
つ
つ
考
察

し
、
禍
難
を
乗
り
越
え
る
手
段
と
し
て
の
宗
教
の
機
能
に
つ
い
て
論
じ
た
い
。

　

そ
の
ま
え
に
、
な
ぜ
イ
ス
ラ
ー
ム
を
取
り
上
げ
る
か
と
い
う
点
に
言
及
し

て
お
き
た
い
。

　

ユ
ダ
ヤ
教
・
キ
リ
ス
ト
教
・
イ
ス
ラ
ー
ム
教
は
対
立
の
歴
史
も
あ
る
が
、

同
じ
起
源
を
有
し
、
類
似
性
も
多
く
一
つ
の
宗
教
群
と
し
て
「
ア
ブ
ラ
ハ
ム

の
宗
教
」
と
総
称
さ
れ
る
。
他
方
、
日
本
は
イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
と
の
接
触
機

会
が
近
代
以
前
は
少
な
く
、
イ
ス
ラ
ー
ム
教
は
日
本
に
と
っ
て
な
じ
み
の
薄

い
宗
教
だ
っ
た
。
ま
た
一
神
教
の
イ
ス
ラ
ー
ム
教
は
、
多
神
教
の
神
道
・
日

本
仏
教
と
全
く
異
質
な
、
共
通
性
の
な
い
宗
教
と
一
般
に
考
え
ら
れ
て
い
る
。

　

し
か
し
、
ウ
イ
ル
ス
危
機
を
め
ぐ
る
両
者
の
言
説
を
検
討
し
て
み
る
と
、

意
外
な
こ
と
に
一
定
の
類
似
性
、
共
通
性
が
認
め
ら
れ
る
。
異
質
な
、
接
触

の
な
い
二
つ
の
宗
教
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
危
機
に
つ
い
て
類
似
の
言

説
が
語
ら
れ
て
い
る
と
し
た
ら
、
そ
の
意
味
す
る
も
の
は
何
か
。
日
本
宗
教

と
イ
ス
ラ
ー
ム
の
言
説
を
比
較
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
教
義
や
構
造
の

違
い
を
超
え
た
、
宗
教
一
般
が
内
包
す
る
社
会
的
機
能
の
特
性
を
抽
出
し
う

る
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
日
本
社
会
が
有
す
る
イ
ス
ラ
ー
ム
に
関
す
る
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
・

イ
メ
ー
ジ
を
解
体
し
、
こ
の
世
界
宗
教
を
よ
り
多
面
的
に
理
解
す
る
契
機
と

も
な
る
だ
ろ
う
。

一　

日
本
の
宗
教
は
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
を
ど
う
語
っ
て
い
る
か

　

ま
ず
日
本
の
宗
教
は
、
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
を
ど
う
捉
え
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

こ
の
問
い
に
つ
い
て
、
宗
教
情
報
セ
ン
タ
ー
の
藤
山
み
ど
り
研
究
員
が
国
内

の
宗
教
団
体
か
ら
の
声
明
、
指
導
者
の
信
者
向
け
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
分
析
し
、

そ
の
多
様
な
言
説
を
以
下
の
通
り
整
理
し
て
提
示
し
て
お
り
、
日
本
宗
教
の

パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
言
説
全
体
を
掴
む
の
に
有
益
で
あ
る）

7
（

。

■　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
を
ど
う
捉
え
る
の
か

「
天
譴
あ
る
い
は
天
意
（
神
意
・
仏
意
）」「
自
ら
を
振
り
返
る
時
」「
日

常
の
あ
り
が
た
さ
に
気
づ
く
」「
人
類
が
一
丸
と
な
る
と
き
」

■　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
流
行
下
に
、
ど
う
対
処
す
べ
き
か

「
共
に
支
え
合
う
、
共
に
生
き
る
、
互
い
を
思
い
や
る
」「
利
他
の
精
神
、

菩
薩
の
心
」「
釈
迦
、
曹
洞
宗
の
祖
師
な
ら
ば
、
ど
う
説
く
か
」
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■　

言
葉
で
は
伝
わ
り
に
く
い
宗
教
者
な
ら
で
は
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
へ
の
対
処
法

「
座
禅
、
唱
題
行
、
信
仰
・
信
頼
」「
祈
り
」

■　

こ
れ
か
ら
の
宗
教
の
あ
り
方

「『
祈
り
』
と
エ
ビ
デ
ン
ス
」「
声
明
や
メ
ッ
セ
│
ジ
で
は
伝
わ
ら
な
い

も
の
」

　

藤
山
の
分
類
の
な
か
か
ら
、
特
に
重
要
と
思
わ
れ
る
点
に
つ
い
て
焦
点
を

あ
て
た
い
。「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
を
ど
う
捉
え
る
の
か
」
に
関
し
、
天

譴
論
あ
る
い
は
天
罰
論
、
天
意
論
は
大
規
模
な
自
然
災
害
や
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク

が
発
生
し
た
時
に
世
界
各
地
で
語
ら
れ
る
言
説
で
あ
る
。
日
本
で
も
「
新
型

ウ
イ
ル
ス
の
出
現
は
、
自
然
破
壊
を
続
け
る
人
類
に
対
す
る
神
の
怒
り
」「
地

球
温
暖
化
を
招
い
た
大
量
生
産
や
大
量
消
費
と
い
う
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
を
見

直
す
と
き
」
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
、
神
道
系
、
仏
教
系
宗
教
指
導
者
が
信

者
に
向
け
て
発
し
て
い
る
。

　

天
譴
論
と
あ
わ
せ
て
語
ら
れ
る
傾
向
に
あ
る
の
が
、
善
悪
二
元
論
的
世
界

観
に
基
づ
く
邪
悪
か
ら
の
攻
撃
、
陰
謀
説
で
あ
る
。「
幸
福
の
科
学
」
は
、

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
を
中
国
、
武
漢
の
生
物
兵
器
研
究
所
か
ら
出
た
生
物

兵
器
で
、
こ
の
時
期
に
拡
大
し
た
の
は
、
宗
教
を
敵
視
す
る
共
産
主
義
中
国

の
人
権
弾
圧
に
対
す
る
神
の
警
告
、
と
説
明
し
て
お
り）

8
（

、
天
譴
論
と
陰
謀
説

が
ミ
ッ
ク
ス
さ
れ
た
独
特
の
解
釈
が
施
さ
れ
て
い
る
。

　

天
譴
論
と
は
違
っ
た
捉
え
方
で
新
型
ウ
イ
ル
ス
自
体
を
「
人
類
共
通
の

敵
」
と
見
立
て
、
宗
教
の
違
い
を
超
え
て
団
結
す
べ
き
と
い
う
呼
び
か
け
も

様
々
な
宗
派
に
見
ら
れ
る
。
例
え
ば
日
蓮
宗
、
臨
済
宗
の
宗
教
指
導
者
は
以

下
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
発
し
て
い
る
。

　
「
こ
の
目
に
見
え
な
い
恐
怖
と
の
戦
い
は
、
私
達
人
類
に
課
せ
ら
れ

た
試
練
で
あ
り
ま
す
。
国
や
人
種
と
い
っ
た
境
界
を
越
え
、
今
こ
そ
一

丸
と
な
る
時
で
す
。
私
達
は
一
人
ひ
と
り
異
な
る
存
在
で
は
あ
り
ま
す

が
、
心
を
同
じ
く
す
る
こ
と
で
必
ず
や
こ
の
難
局
を
乗
り
越
え
る
こ
と

が
で
き
る
は
ず
で
す
。（
中
略
）
皆
様
が
持
つ
浄
い
心
を
以
て
、
他
者

に
思
い
を
寄
せ
、
冷
静
に
適
切
な
行
動
を
心
掛
け
ま
し
ょ
う
。
こ
れ
が

人
々
を
、
延
い
て
は
社
会
全
体
を
救
う
一
歩
へ
と
繋
が
り
ま
す）

9
（

。」

 

（
日
蓮
宗
・
中
川
法
政
宗
務
総
長
）

　
「
戦
争
や
紛
争
な
ど
の
争
い
ば
か
り
を
繰
り
返
し
て
き
た
人
類
が
、

今
こ
の
時
に
、
争
い
ご
と
を
や
め
、
お
互
い
が
手
を
取
り
合
い
、
智
慧

を
出
し
合
い
、
こ
の
難
局
を
地
球
レ
ベ
ル
で
協
力
し
て
乗
り
切
り
、
未

来
に
続
く
真
の
人
類
の
あ
り
方
を
築
く
、
そ
の
機
会
と
と
ら
え
て
ま
い

り
た
い
と
存
じ
ま
す）

10
（

。」 （
臨
済
宗
妙
心
寺
派
・
小
倉
宗
俊
管
長　

動
画
）
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「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に
ど
う
対
応
す
る
か
」
と
い
う
点
に
関
し
て
は
、

医
学
と
い
う
近
代
科
学
の
見
解
に
対
立
す
る
こ
と
な
く
、
宗
祖
の
教
え
や
聖

典
解
釈
を
科
学
に
寄
り
添
わ
せ
、
宗
教
と
科
学
の
共
存
を
図
る
、
と
い
う
の

が
大
方
の
日
本
の
宗
教
界
の
立
場
で
あ
る
。
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
は
「
コ
ロ

ナ
ら
し
い
時
は
お
医
者
様
、
不
安
に
な
る
時
は
不
安
に
な
る
、『
そ
の
ま
ま

救
う
』
の
弥
陀
の
慈
悲
」
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
ポ
ス
タ
ー
を
作
成
し
、
ウ
ェ

ブ
サ
イ
ト
に
掲
示
し
た
解
説
で
、「
事
は
医
学
の
領
域
で
す
か
ら
、
ま
ず
は

医
師
の
科
学
的
判
断
と
指
示
を
基
本
と
す
べ
き
で
す
」
と
し
た
上
で
、
そ
う

は
言
っ
て
も
人
間
は
必
ず
し
も
理
性
的
、
科
学
的
判
断
が
で
き
る
わ
け
で
な

く
煩
悩
か
ら
生
じ
る
不
安
に
死
ぬ
ま
で
苦
し
め
ら
れ
る
。
そ
ん
な
か
弱
い
人

間
を
阿
弥
陀
の
慈
悲
が
救
済
し
て
く
れ
る
、
と
説
い
て
い
る）

11
（

。
近
代
医
学
が

カ
ヴ
ァ
ー
で
き
な
い
領
域
に
お
い
て
宗
教
の
果
た
す
役
割
が
あ
る
と
い
う
の

で
あ
る
。

　

曹
洞
宗
の
鬼
生
田
俊
英
宗
務
総
長
も
、「
お
釈
迦
さ
ま
は
、『
病
』・『
死
』

と
い
う
『
苦
』
に
向
き
合
い
、
正
し
く
見
、
正
し
く
語
り
、
正
し
く
実
践
す

る
べ
き
事
を
お
説
き
く
だ
さ
い
ま
し
た）

12
（

」
と
仏
教
徒
の
と
る
べ
き
行
動
を
示

し
、
曹
洞
宗
は
明
治
時
代
か
ら
「
加
持
祈
祷
の
力
を
妄
信
し
て
、
医
学
的
見

地
に
基
づ
く
対
応
を
妨
害
し
な
い
よ
う
に
促
し
て
き
た）

13
（

」
と
い
う
歴
史
に
触

れ
て
、
今
日
に
お
い
て
も
「
科
学
的
根
拠
の
な
い
不
正
確
な
情
報
、
迷
信
に

振
り
回
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
厚
生
労
働
省
で
提
供
さ
れ
る
情
報
や
、
医
学
情

報
な
ど
に
基
づ
き
、
か
か
り
つ
け
医
な
ど
に
相
談
し
な
が
ら
、
冷
静
に
生
活

を
行
っ
て
い
く）

14
（

」
重
要
性
を
語
っ
て
い
る
。
ま
た
鬼
生
田
総
長
は
宗
祖
・
道

元
の
「
自
未
得
度
先
度
他
」
と
い
う
言
葉
を
引
用
し
て
、
他
者
へ
の
思
い
や

り
の
心
を
忘
れ
ず
、「
布
施
」「
愛
語
」「
利
行
」「
同
事
」
の
「
四
摂
法
」
に

従
っ
て
冷
静
な
行
動
を
取
る
よ
う
に
求
め
て
い
る）

15
（

。

　

曹
洞
宗
の
鬼
生
田
総
長
の
よ
う
に
共
生
、
利
他
の
精
神
を
説
き
、
社
会
の

亀
裂
を
埋
め
る
相
互
扶
助
の
実
践
を
説
く
宗
派
は
多
い
。
感
染
者
の
差
別
を

戒
め
る
の
は
、
真
宗
大
谷
派
で
あ
る
。

　
「
今
第
一
に
こ
こ
ろ
す
べ
き
こ
と
は
、
思
い
も
よ
ら
ず
発
病
し
て
し

ま
っ
た
方
々
と
そ
の
家
族
を
孤
立
さ
せ
な
い
こ
と
で
す
。
そ
れ
ら
の

方
々
を
排
除
す
る
風
潮
が
広
ま
っ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
よ
う
な
時
で
あ

る
か
ら
こ
そ
、『
と
も
に
悩
み
、
共
に
苦
し
む
』
と
い
う
仏
の
智
慧
に

学
ぶ
姿
勢
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
ウ
イ
ル
ス
は
排
除
し
て
も
、
人
間

を
排
除
し
な
い
と
い
う
意
志
が
重
要
で
す）

16
（

。」

　

さ
ら
に
自
分
の
た
め
よ
り
も
他
者
の
た
め
に
行
動
す
る
と
い
う
利
他
の
精

神
を
、
伝
教
大
師
・
最
澄
の
教
え
と
し
て
説
い
て
い
る
の
が
天
台
宗
の
杜
多

道
雄
宗
務
総
長
で
あ
る
。
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「
今
重
要
な
の
は
利
他
の
精
神
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。伝
教
大
師
は
、

利
他
を
実
践
す
る
菩
薩
僧
こ
そ
が
護
国
の
良
将
で
あ
り
、
国
家
の
大
災

を
防
ぐ
力
を
持
つ
と
述
べ
ら
れ
、
比
叡
山
に
て
菩
薩
僧
の
養
成
に
心
血

を
注
が
れ
ま
し
た
が
、
そ
れ
は
僧
侶
に
限
っ
た
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

国
民
一
人
ひ
と
り
が
菩
薩
僧
と
し
て
の
自
覚
を
育
み
、
利
他
の
精
神
を

持
つ
こ
と
を
願
わ
れ
ま
し
た）

17
（

。」

　

そ
し
て
最
も
多
く
の
宗
派
が
共
通
し
て
実
践
し
て
い
る
の
は
「
祈
り
」
で

あ
り
、
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
犠
牲
者
へ
の
弔
い
で
あ
ろ
う
。
二
〇
二
〇
年
三
月
神

社
本
庁
か
ら
発
せ
ら
れ
た
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
鎮
静
祈
願
祭
の

執
行
通
知
」
に
基
づ
い
て
、
全
国
の
神
社
で
、
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
の
早
期
終
息

を
願
う
神
事
が
、
行
わ
れ
て
い
る
。
東
大
寺
は
毎
日
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
の
終
息
、

罹
患
者
の
早
期
回
復
、
犠
牲
者
を
弔
う
「
正
午
の
祈
り
」
を
行
っ
て
い
る
。

宗
派
を
超
え
て
宗
教
の
力
を
結
集
し
よ
う
と
、
他
宗
派
に
も
呼
び
か
け
、
こ

の
趣
旨
に
賛
同
す
る
神
道
、
キ
リ
ス
ト
教
な
ど
の
宗
教
者
も
祈
り
に
加
わ
っ

て
い
る
。

　

罹
患
者
や
犠
牲
者
家
族
の
心
の
ケ
ア
の
た
め
の
「
祈
り
」「
弔
い
」
の
重

要
性
が
見
直
さ
れ
、「
臨
床
宗
教
師
」
と
し
て
「
心
の
ケ
ア
」
に
取
り
組
む

宗
教
者
た
ち
も
い
る
。
二
〇
一
一
年
の
東
日
本
大
震
災
を
契
機
に
、
宗
教
者

と
医
療
関
係
者
が
連
携
し
、「
心
の
相
談
室
」
が
同
年
四
月
に
発
足
し
た
。

二
〇
一
二
年
一
〇
月
に
は
東
北
大
学
で
「
臨
床
宗
教
師
」
研
修
プ
ロ
グ
ラ
ム

が
設
置
さ
れ
、
二
〇
一
八
年
に
一
般
社
団
法
人
日
本
臨
床
宗
教
師
会
に
よ
る

「
認
定
臨
床
宗
教
師
」
の
資
格
制
度
が
始
ま
っ
た
。
国
学
院
大
学
神
道
文
化

学
部
の
黒
崎
浩
行
教
授
は
、
コ
ロ
ナ
禍
で
人
と
会
う
こ
と
が
制
限
さ
れ
る
状

況
に
あ
る
臨
床
宗
教
師
の
困
難
な
状
況
を
示
し
つ
つ
、
今
後
宗
教
が
日
本
社

会
で
果
た
す
べ
き
役
割
は
増
々
大
き
く
な
る
と
予
想
し
て
い
る）

18
（

。

二　

Ｉ
Ｓ
の
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
天
譴
論
、
陰
謀
論

　

他
方
、
イ
ス
ラ
ー
ム
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
出
現
を
ど
う
捉
え
、

ど
の
よ
う
な
対
応
を
と
る
べ
き
と
説
い
て
い
る
の
か
。

　

イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
に
お
け
る
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
を
め
ぐ
る
言
説
は
、

「
原
理
主
義
的
理
解
」「
世
俗
主
義
的
理
解
」「
解
釈
主
義
的
理
解
」
の
三
つ

に
大
別
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。

　

第
一
の
「
原
理
主
義
的
理
解
」
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
は
天
罰
、
と

い
う
見
方
を
と
る
。「
近
代
化
に
よ
っ
て
世
俗
化
が
進
み
信
仰
を
忘
れ
た
人

間
が
増
え
る
な
か
で
、
神
が
怒
り
、
罰
と
し
て
新
型
ウ
イ
ル
ス
を
現
世
に
も

た
ら
し
た
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
天
罰
な
ら
ば
人
間
は
た
だ
た
だ
悔
い
改
め
、

祈
り
、神
の
怒
り
が
鎮
ま
る
の
を
待
つ
し
か
な
い
。「
新
た
な
疫
病
の
流
行
は
、
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世
界
の
終
わ
り
の
予
兆
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
す
で
に
聖
典
に
記
述
さ
れ
て

い
る
。
ま
も
な
く
、
善
と
悪
の
最
終
闘
争
が
始
ま
り
、
善
が
勝
利
す
る
日
は

近
い
」
と
い
う
聖
典
に
依
拠
す
る
言
説
は
、
原
理
主
義
的
で
あ
る）

19
（

。

　

第
二
は
、
新
型
ウ
イ
ル
ス
は
自
然
災
害
と
同
じ
く
、
自
然
の
メ
カ
ニ
ズ
ム

か
ら
発
生
し
た
も
の
で
人
間
の
信
仰
と
は
関
係
な
い
と
い
う
政
教
分
離
、
世

俗
主
義
的
な
見
方
で
あ
る
。
イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
の
少
な
か
ら
ぬ
政
治
指
導
者
、

行
政
担
当
者
は
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
で
あ
る
が
、
政
治
・
行
政
政
策
と
イ
ス

ラ
ー
ム
教
義
を
分
け
て
考
え
る
世
俗
主
義
的
立
場
を
と
っ
て
い
る
。

　

第
三
は
、「
人
類
が
自
ら
の
手
で
こ
の
災
難
を
乗
り
越
え
る
能
力
を
有
す

る
こ
と
を
証
明
す
る
機
会
を
、
神
は
、
与
え
て
く
だ
さ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
に

こ
の
危
機
を
収
束
さ
せ
る
た
め
に
、
人
間
は
理
性
と
信
仰
の
双
方
を
総
動
員

し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
見
方
で
あ
る
。
上
述
の
原
理
主
義

者
の
よ
う
に
聖
典
を
文
字
通
り
読
む
の
で
は
な
く
、
科
学
・
合
理
主
義
に
適

合
す
る
よ
う
解
釈
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
科
学
と
連
携
し
な
が
ら
、
今
回
の
危

機
を
乗
り
越
え
る
た
め
に
、
宗
教
が
積
極
的
に
関
わ
っ
て
い
こ
う
と
い
う
立

場
で
あ
る
。

　

原
理
主
義
者
は
、「
邪
悪
が
支
配
す
る
世
界
の
終
わ
り
は
近
く
、
善
と
悪

の
対
立
が
激
化
し
て
い
る
」
と
い
う
終
末
認
識
を
持
ち
、
新
型
ウ
イ
ル
ス
を
、

善
が
最
終
的
に
勝
利
す
る
終
末
の
予
兆
と
捉
え
る
。
そ
し
て
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク

は
神
に
よ
っ
て
あ
ら
か
じ
め
用
意
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
神
の

言
葉
と
し
て
聖
典
に
予
言
さ
れ
て
い
る
と
主
張
し
、
聖
典
の
な
か
に
現
在
の

状
況
に
符
号
し
そ
う
な
箇
所
を
探
し
求
め
る
。

　

現
在
の
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
に
関
し
て
「
原
理
主
義
的
理
解
」
を
と
っ
て
い
る

代
表
格
が
、
Ｉ
Ｓ
（「
イ
ス
ラ
ー
ム
国
」）
で
あ
る
。
米
国
の
犯
罪
学
者
チ
ェ

ル
シ
ー
・
デ
ー
モ
ン
ら
は
、
二
〇
二
〇
年
一
月
二
〇
日
か
ら
同
年
四
月
一
一

日
ま
で
の
期
間
、
Ｉ
Ｓ
支
持
者
間
の
テ
レ
グ
ラ
ム
、
ツ
イ
ッ
タ
ー
等
の
Ｓ
Ｎ

Ｓ
で
流
れ
て
い
る
四
四
二
件
の
情
報
を
分
析
し
た
結
果
、「
天
譴
論
」
と
「
陰

謀
論
」
が
頻
繁
に
議
論
さ
れ
る
主
要
な
テ
ー
マ
、
と
分
析
し
て
い
る）

20
（

。
こ
れ

に
よ
れ
ば
Ｉ
Ｓ
は
、
新
型
ウ
イ
ル
ス
を
「
神
の
怒
り
」「
神
の
戦
士
」
と
呼
び
、

パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
を
Ｉ
Ｓ
の
敵
で
あ
る
「
無
信
仰
者
」「
拒
絶
者
」「
背
教
者
」

に
神
が
降
し
た
天
罰
、
と
理
解
し
て
い
る
。
Ｉ
Ｓ
の
敵
と
は
、
ウ
ィ
グ
ル
地

域
の
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
を
弾
圧
し
て
い
る
中
国
政
府
、
Ｉ
Ｓ
と
敵
対
す
る
米

国
あ
る
い
は
西
洋
諸
国
、
イ
ス
ラ
エ
ル
、
イ
ス
ラ
ー
ム
教
シ
ー
ア
派
、
シ
ー

ア
派
を
支
援
す
る
イ
ラ
ン
政
府
な
ど
で
あ
る
。

　

Ｉ
Ｓ
の
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
は
、
ク
ル
ア
ー
ン
一
三
章
四
二
節
「
不
信
心
者
は

終
末
の
住
ま
い
が
誰
の
も
の
で
あ
る
か
を
間
も
な
く
知
る
だ
ろ
う
」
を
引
用

し
な
が
ら
、「
十
字
軍
諸
国
」（
欧
米
）
は
、
神
の
怒
り
が
形
と
な
っ
て
現
れ

た
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に
よ
っ
て
、
Ｉ
Ｓ
の
味
わ
っ
た
苦
し
み
と
同
じ
苦
し
み

を
経
験
し
て
い
る
と
述
べ
て
い
る）

21
（

。

　

中
国
に
お
い
て
発
生
し
た
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
は
、
ウ
ィ
グ
ル
の
イ
ス
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ラ
ー
ム
教
徒
を
弾
圧
す
る
中
国
政
府
へ
の
天
罰
と
い
う
議
論
が
、
イ
ス
ラ
ー

ム
世
界
の
一
部
に
お
い
て
当
初
流
れ
た
。
た
と
え
ば
Ｉ
Ｓ
は
そ
の
機
関
紙
に

ク
ル
ア
ー
ン
章
句
「
本
当
に
あ
な
た
の
主
の
捕
ら
え
方
（
懲
罰
）
は
強
烈
で

あ
る
」（
八
五
章
一
二
節
）
を
掲
げ
て
、
中
国
へ
の
天
罰
説
を
唱
え
て
い
た
。

　

し
か
し
、
感
染
が
イ
ス
ラ
ー
ム
諸
国
に
も
拡
大
す
る
と
、「
陰
謀
論
」
も

語
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
Ｉ
Ｓ
の
デ
ジ
タ
ル
情
報
空
間
に
お
い
て
も
、
陰
謀

論
が
登
場
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
無
信
仰
者
、
欧
米
諸
国
、
シ
オ
ニ
ス
ト
が

新
型
ウ
イ
ル
ス
を
生
物
兵
器
と
し
て
開
発
し
、
意
図
的
に
「
イ
ス
ラ
ー
ム
戦

士
」
た
ち
に
広
め
、
欧
米
の
刑
事
施
設
に
収
容
さ
れ
て
い
る
「
Ｉ
Ｓ
の
兄
弟

姉
妹
」
を
感
染
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
Ｉ
Ｓ
の

デ
ジ
タ
ル
空
間
で
は
、
欧
米
は
新
し
い
ワ
ク
チ
ン
開
発
で
巨
額
の
利
益
を
得

よ
う
と
し
て
い
る
等
の
「
ワ
ク
チ
ン
陰
謀
論
」
も
多
く
流
れ
て
い
る）

22
（

。

三　

パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
天
譴
論
へ
の
反
論
と
人
類
の
連
帯
ア
ピ
ー
ル

　

西
洋
近
代
と
イ
ス
ラ
ー
ム
教
義
の
調
和
を
追
求
し
て
き
た
イ
ス
ラ
ー
ム
知

識
人
を
、
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
ク
ル
ツ
マ
ン
は
「
リ
ベ
ラ
ル
・
イ
ス
ラ
ー
ム
」
と

呼
び
、
リ
ベ
ラ
ル
・
イ
ス
ラ
ー
ム
の
方
法
論
を
「
リ
ベ
ラ
ル
な
イ
ス
ラ
ー
ム

教
義
」「
沈
黙
の
イ
ス
ラ
ー
ム
教
義
」「
解
釈
す
る
イ
ス
ラ
ー
ム
教
義
」
の
三

つ
に
分
類
し
た）

23
（

。

　
「
リ
ベ
ラ
ル
な
イ
ス
ラ
ー
ム
教
義
」
は
、
正
し
く
理
解
す
れ
ば
イ
ス
ラ
ー

ム
教
義
そ
の
も
の
が
西
洋
リ
ベ
ラ
ル
と
同
じ
人
権
・
民
主
主
義
・
合
理
主
義

等
の
基
本
価
値
観
を
共
有
し
て
い
る
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
第
二
の
「
沈

黙
の
イ
ス
ラ
ー
ム
教
義
」
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
に
と
っ
て
ク
ル
ア
ー
ン
は
、

神
の
言
葉
と
し
て
絶
対
の
聖
典
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
言
及
さ
れ
て
い
な
い
事

象
（
例
え
ば
今
回
の
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
、
あ
る
い
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
技
術
と

い
っ
た
預
言
者
ム
ハ
ン
マ
ド
の
時
代
に
は
存
在
し
な
か
っ
た
事
象
）
に
つ
い

て
は
人
間
自
ら
が
判
断
す
る
こ
と
を
神
は
許
し
て
い
る
と
い
う
立
場
で
あ
る
。

第
三
の
「
解
釈
す
る
イ
ス
ラ
ー
ム
教
義
」
は
、「
ク
ル
ア
ー
ン
は
神
の
言
葉

で
神
聖
だ
が
、
そ
れ
を
解
釈
す
る
主
体
の
人
間
は
誤
り
を
犯
す
可
能
性
を
常

に
伴
っ
て
い
る
。
誤
読
を
避
け
る
た
め
に
は
、
様
々
な
解
釈
を
突
き
合
わ
せ

協
議
し
、
よ
り
よ
い
解
釈
を
求
め
る
努
力
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
考

え
る
。
こ
の
立
場
で
は
、
ク
ル
ア
ー
ン
解
釈
に
複
数
の
意
見
が
あ
る
の
は
不

可
避
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
神
の
恩
寵
で
あ
り
、
民
主
的
な
話
し
合
い
が
大

切
と
な
る
。

　

パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
を
め
ぐ
る
Ｉ
Ｓ
の
よ
う
な
原
理
主
義
的
理
解
に
対
す
る
反

論
も
、
上
記
「
リ
ベ
ラ
ル
な
イ
ス
ラ
ー
ム
教
義
」「
沈
黙
の
イ
ス
ラ
ー
ム
教

義
」「
解
釈
す
る
イ
ス
ラ
ー
ム
教
義
」
の
い
ず
れ
か
の
立
場
か
ら
為
さ
れ
る
。

　

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
に
お
け
る
二
番
目
に
大
き
な
規
模
の
イ
ス
ラ
ー
ム
組
織

「
ム
ハ
マ
デ
ィ
ヤ
」
は
、
二
〇
二
〇
年
三
月
二
四
日
に
宗
教
的
見
解
（
フ
ァ
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ト
ワ
ー
）
を
発
し
、
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
と
の
戦
い
を
宗
教
的
義
務
ジ
ハ
ー
ド
と

位
置
付
け
る
と
と
も
に
、「
ウ
イ
ル
ス
禍
は
神
の
試
練
で
あ
っ
て
天
罰
で
は

な
い
」
と
Ｉ
Ｓ
の
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
天
譴
論
を
否
定
し
た
。
こ
れ
に
先
立
っ
て

三
月
一
九
日
に
ム
ハ
マ
デ
ィ
ヤ
は
金
曜
礼
拝
の
説
教
（「
フ
ト
バ
」）
を
公
開

し
、
ク
ル
ア
ー
ン
章
句
（
二
章
一
五
五
節
）「
わ
れ
は
、
恐
れ
や
飢
え
、
と

と
も
に
財
産
や
生
命
、（
あ
な
た
が
た
の
労
苦
の
）
果
実
の
損
失
で
、
必
ず

あ
な
が
た
が
を
試
み
る
。
だ
が
耐
え
忍
ぶ
者
に
は
吉
報
を
伝
え
な
さ
い
」
を

引
用
し
て
い
る
。

　
「
解
釈
す
る
イ
ス
ラ
ー
ム
教
義
」
の
立
場
か
ら
、
ム
ハ
マ
デ
ィ
ヤ
は
信
者

に
対
し
て
困
難
を
克
服
す
る
人
間
の
主
体
的
な
努
力
を
説
く
。
そ
し
て
、
フ

ト
バ
は
、
今
回
の
ウ
イ
ル
ス
危
機
に
際
し
て
、
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
が
な
す
べ

き
は
三
点
あ
る
と
し
て
、
①
神
に
対
す
る
信
仰
を
深
め
よ
、
②
社
会
的
距
離

を
保
つ
こ
と
を
実
践
し
、
金
曜
礼
拝
や
宗
教
学
習
会
な
ど
の
モ
ス
ク
で
の
活

動
を
抑
制
せ
よ
、
③
支
援
を
求
め
る
人
々
を
救
え
、
と
述
べ
、
締
め
く
く
り

に
ク
ル
ア
ー
ン
章
句
「
む
し
ろ
正
義
と
篤
信
の
た
め
に
助
け
合
っ
て
、
信
仰

を
深
め
な
さ
い
。
罪
と
恨
み
の
た
め
に
助
け
合
っ
て
は
な
ら
な
い
」（
五
章

二
節
）
を
掲
げ
て
い
る
。
Ｉ
Ｓ
の
原
理
主
義
的
な
天
罰
論
・
陰
謀
論
を
イ
ス

ラ
ー
ム
教
徒
に
と
っ
て
の
絶
対
の
聖
典
に
拠
っ
て
否
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
隣
国
マ
レ
ー
シ
ア
の
国
際
イ
ス
ラ
ー
ム
大
学
教
員
ラ
ム

ジ
・
ブ
ン
ド
ゥ
ブ
カ
も
、
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
に
不
安
を
募
ら
せ
る
イ
ス
ラ
ー
ム

教
徒
に
対
す
る
悩
み
に
答
え
る
形
で
人
類
が
一
丸
と
な
る
と
き
、
と
説
い
て

い
る）

24
（

。

　

彼
の
説
明
に
よ
れ
ば
、
神
は
時
と
し
て
新
し
い
タ
イ
プ
の
疫
病
を
世
に
送

り
出
し
、
人
間
に
試
練
を
課
し
て
き
た
。
今
日
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
は
、

全
人
類
の
健
康
、
生
存
に
関
わ
る
脅
威
で
あ
る
。
こ
れ
も
神
が
人
間
に
与
え

た
試
練
で
あ
り
、
人
間
は
持
て
る
限
り
の
力
を
発
揮
し
て
問
題
解
決
に
あ
た

り
、
混
乱
が
生
じ
な
い
よ
う
に
社
会
を
管
理
し
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
現

在
、
政
府
、
医
療
関
係
者
、
治
安
当
局
等
が
自
分
た
ち
の
命
や
家
族
を
顧
み

ず
、
感
染
防
止
の
た
め
の
努
力
を
続
け
て
い
る
。
ラ
ム
ジ
は
、
こ
う
し
た
関

係
者
を
「
人
種
、
宗
教
、
政
治
的
信
念
、
社
会
経
済
状
況
の
違
い
を
超
え
て
、

人
の
命
を
救
う
た
め
に
社
会
の
各
所
で
奮
闘
し
て
い
る
」
と
称
え
、
彼
ら
に

感
謝
の
意
を
表
す
る
道
は
、
彼
ら
に
協
力
し
、
社
会
が
団
結
し
て
こ
と
に
あ

た
る
こ
と
、
と
主
張
す
る）

25
（

。

　

し
か
し
な
が
ら
、
感
染
拡
大
に
伴
い
、
他
者
を
傷
つ
け
よ
う
と
す
る
中
傷
、

憎
悪
も
拡
散
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
自
己
利
益
を
得
よ
う
と
す
る
人
間
が
出
て

き
て
い
る
と
ラ
ム
ジ
は
警
告
す
る
。
Ｉ
Ｓ
の
よ
う
な
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
原
理
主

義
的
解
釈
の
青
年
層
へ
の
拡
が
り
に
対
す
る
懸
念
が
、
マ
レ
ー
シ
ア
・
イ
ス

ラ
ー
ム
国
際
大
学
の
教
員
で
あ
る
ラ
ム
ジ
に
は
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。
パ
ン
デ

ミ
ッ
ク
発
生
以
前
か
ら
、
Ｉ
Ｓ
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
の
東
南
ア
ジ
ア
の
大
学
キ
ャ

ン
パ
ス
へ
の
浸
透
を
懸
念
す
る
声
が
あ
が
っ
て
い
た
。
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【特集】禍難を乗り越えて
　
「
我
々
は
憎
悪
で
な
く
連
帯
に
よ
っ
て
導
か
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
我
ら
が

直
面
す
る
最
大
の
敵
は
ウ
イ
ル
ス
そ
れ
自
体
で
は
な
く
、
我
々
を
反
目
へ
と

向
か
わ
し
め
る
憎
悪
そ
の
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
Ｗ
Ｈ
Ｏ
テ
ド
ラ
ス
・
ア
ダ

ノ
ム
事
務
局
長
の
言
葉
を
引
用
し
、
前
述
し
た
ク
ル
ア
ー
ン
五
章
二
節
や
以

下
の
ク
ル
ア
ー
ン
章
句
（
三
章
一
〇
三
節
）
を
ひ
い
て
、
団
結
・
協
力
は
イ

ス
ラ
ー
ム
教
徒
に
と
っ
て
選
択
肢
で
は
な
く
「
義
務
」
で
あ
る
と
ラ
ム
ジ
は

言
明
し
て
い
る）

26
（

。

　
「
あ
な
た
が
た
は
ア
ッ
ラ
ー
の
絆
に
皆
で
し
っ
か
り
と
す
が
り
、
分

裂
し
て
は
な
ら
な
い
。

　

そ
し
て
あ
な
た
が
た
に
対
す
る
ア
ッ
ラ
ー
の
恩
恵
を
心
に
銘
じ
な
さ

い
。
は
じ
め
あ
な
た
が
た
が
（
互
い
に
）
敵
で
あ
っ
た
時

　

か
れ
は
あ
な
た
が
た
の
心
を
（
愛
情
で
）
結
び
付
け
、
そ
の
御
恵
み

に
よ
り
あ
な
た
が
た
は
兄
弟
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。」

四　

近
代
医
学
に
協
力
す
る
イ
ス
ラ
ー
ム
言
説

　

も
う
一
点
、
ラ
ム
ジ
の
発
言
で
注
目
し
て
お
き
た
い
の
は
、
ア
ッ
ラ
ー
の

教
え
そ
の
も
の
が
科
学
的
・
合
理
的
な
も
の
で
あ
り
、
イ
ス
ラ
ー
ム
教
義
と

近
代
医
学
は
反
目
し
な
い
と
い
う
「
リ
ベ
ラ
ル
な
イ
ス
ラ
ー
ム
教
義
」
的
考

え
方
で
あ
る
。
神
の
教
え
が
合
理
的
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
禍

に
お
い
て
神
の
教
え
に
忠
実
た
ら
ん
と
す
る
な
ら
ば
、
新
型
ウ
イ
ル
ス
と

闘
っ
て
い
る
医
療
専
門
家
の
助
言
や
こ
れ
に
基
づ
く
政
府
の
規
制
に
従
う
こ

と
、
と
ラ
ム
ジ
は
明
言
し
て
い
る）

27
（

。
政
府
、
専
門
家
の
指
示
に
し
た
が
っ
て

外
出
を
自
粛
し
、
自
宅
で
仕
事
し
、
礼
拝
す
る
こ
と
が
、
神
に
対
し
て
人
間

の
団
結
、
連
帯
を
示
し
、
試
練
を
乗
り
越
え
る
道
、
と
、
ラ
ム
ジ
は
イ
ス
ラ
ー

ム
と
近
代
科
学
（
医
学
）
の
共
存
を
説
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
の
あ
い
だ
で
、
よ
り
実
践
的
な
レ
ベ
ル
で
、
イ
ス
ラ
ー

ム
と
近
代
医
学
の
連
携
を
試
み
よ
う
と
い
う
言
説
も
見
ら
れ
る
。
オ
ー
ス
ト

ラ
リ
ア
の
イ
ス
ラ
ー
ム
文
明
研
究
者
に
し
て
自
ら
も
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
で
あ

る
メ
ー
メ
ッ
ト
・
オ
ザ
ル
プ
は
、
礼
拝
と
生
活
が
混
然
一
体
化
し
た
イ
ス

ラ
ー
ム
の
伝
統
的
な
教
義
の
な
か
に
近
代
医
学
が
説
く
衛
生
観
念
が
含
ま
れ

て
い
る
こ
と
を
以
下
の
よ
う
に
説
明
す
る
。

　

イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
は
、
一
人
一
人
が
と
て
も
自
然
な
形
で
衛
生
観
念

を
身
に
つ
け
て
い
て
、
そ
れ
が
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
予
防
策
と

な
っ
て
い
る
。
保
健
機
関
、
専
門
家
は
個
々
が
衛
生
観
念
を
持
ち
、
行

動
す
る
こ
と
が
ウ
イ
ル
ス
感
染
を
抑
制
す
る
上
で
有
効
と
考
え
、
二
〇

秒
の
手
洗
い
励
行
等
を
促
し
て
い
る
。
イ
ス
ラ
ー
ム
は
数
世
紀
に
わ
た

り
身
の
回
り
を
清
潔
に
す
る
こ
と
を
励
行
し
て
き
た
。
ク
ル
ア
ー
ン
は
、
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信
徒
に
対
し
て
「
あ
な
た
の
衣
を
清
潔
に
保
ち
な
さ
い
」（
七
四
章
四

節
）、「
ア
ッ
ラ
ー
は
純
潔
の
者
を
愛
さ
れ
る
」（
二
章
二
二
二
節
）
と

説
い
て
来
た
。

　

一
四
〇
〇
年
以
上
も
ま
え
に
、
預
言
者
ム
ハ
ン
マ
ド
は
「
清
潔
を
保

つ
こ
と
は
、
信
仰
の
半
分
で
あ
る
」
と
語
り
、
弟
子
た
ち
に
食
事
前
、

食
事
後
の
手
洗
い
励
行
、
最
低
週
一
回
の
沐
浴
、
毎
日
の
歯
磨
き
、
爪

や
各
個
人
の
大
切
な
局
部
を
清
潔
に
保
つ
よ
う
に
指
示
を
与
え
て
い
る）

28
（

。

　

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
最
大
の
イ
ス
ラ
ー
ム
組
織
「
ナ
フ
ダ
ト
ゥ
ル
・
ウ
ラ
マ
ー

（
Ｎ
Ｕ
）」
の
重
鎮
で
同
国
イ
ス
ラ
ー
ム
社
会
に
大
き
な
影
響
力
を
有
す
る
ム

ス
ト
フ
ァ
・
ビ
ス
リ
（
愛
称
グ
ス
・
ム
ス
）
も
、
二
〇
二
〇
年
五
月
二
六
日

付
け
自
身
の
イ
ン
ス
タ
グ
ラ
ム
で
「
私
は
あ
な
た
を
愛
し
、
大
切
に
思
う
。

だ
か
ら
私
は
マ
ス
ク
を
つ
け
る
。
マ
ス
ク
着
用
運
動
を
展
開
し
よ
う
」
と
信

者
た
ち
に
呼
び
か
け
た
。

　

Ｎ
Ｕ
大
学
教
員
の
ム
ハ
ン
マ
ド
・
イ
ス
ホ
ン
は
こ
の
グ
ス
・
ム
ス
の
メ
ッ

セ
ー
ジ
を
引
用
し
つ
つ
、
医
療
専
門
家
の
忠
告
に
従
い
外
出
時
に
マ
ス
ク
を

着
用
す
る
の
は
イ
ス
ラ
ー
ム
法
的
義
務
で
あ
る
と
主
張
し
、
以
下
の
ク
ル

ア
ー
ン
章
句
を
引
用
す
る）

29
（

。

　
「
ま
た
秩
序
が
定
め
ら
れ
た
後
、
地
上
で
悪
を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
。

も
し
あ
な
た
が
た
が
信
者
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
れ
は
あ
な
た
が
た
の
た

め
に
最
も
良
い
こ
と
で
あ
る
。」（
七
章
八
五
節
）

　
「
ま
た
あ
な
た
が
た
自
身
を
、
殺
し
（
た
り
害
し
）
て
は
な
ら
な
い
。」

（
四
章
二
九
節
）

五　

パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
危
機
に
お
け
る
相
互
扶
助
と
祈
り

　

前
節
で
触
れ
た
在
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、
イ
ス
ラ
ー
ム
研
究
者
オ
ザ
ル
プ
は
、

過
剰
な
消
費
主
義
、
浪
費
、
人
間
に
よ
る
環
境
破
壊
に
対
す
る
天
罰
と
し
て

新
型
ウ
イ
ル
ス
が
現
れ
た
と
説
く
天
譴
論
が
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
の
あ
い
だ
で

流
れ
て
い
る
こ
と
に
言
及
す
る
。
天
譴
論
は
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
に
意
味
づ
け
を

す
る
こ
と
で
人
々
の
不
安
を
軽
減
し
、
パ
ニ
ッ
ク
に
陥
る
こ
と
を
回
避
す
る

一
定
の
効
能
が
あ
る
、
と
オ
ザ
ル
プ
は
天
譴
論
の
意
義
を
認
め
る
。
他
方
、

天
罰
ゆ
え
に
何
を
し
て
も
無
駄
と
い
う
運
命
論
に
人
々
を
向
か
わ
せ
、
感
染

防
止
の
努
力
を
放
棄
さ
せ
て
し
ま
う
弊
害
が
あ
る
。
し
か
し
ウ
イ
ル
ス
の
発

生
が
人
智
を
超
え
た
も
の
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
感
染
抑
止
の
成
否
は
人
間
の

努
力
次
第
で
あ
る
。「
自
分
に
は
神
の
ご
加
護
あ
る
か
ら
ラ
ク
ダ
を
つ
な
が

な
い
の
だ
」
と
い
う
男
に
対
し
て
、
預
言
者
ム
ハ
ン
マ
ド
が
「
ま
ず
ラ
ク
ダ

を
つ
な
ぎ
な
さ
い
。
そ
れ
か
ら
神
に
礼
拝
し
な
さ
い
」
と
述
べ
た
故
事
を
引

き
合
い
に
だ
し
て
、
オ
ザ
ル
プ
は
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
終
息
に
向
け
た
人
間
の
努
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力
の
必
要
性
を
説
い
て
い
る
。

　

パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
終
息
は
一
人
の
力
で
成
し
遂
げ
ら
れ
な
い
。
他
者
と
の
協

力
、
助
け
合
い
が
必
要
と
な
る
。
苦
境
に
あ
る
人
に
手
を
差
し
伸
べ
る
慈
善
、

利
他
的
行
為
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
に
と
っ
て
重
要
な
宗
教
的
義
務
と
し
て

の
信
仰
行
為
で
あ
る）

30
（

。
ザ
カ
ー
ト
（
宗
教
的
義
務
と
し
て
の
寄
進
）
や
ワ
ク

フ
（
財
産
寄
付
）
と
い
う
イ
ス
ラ
ー
ム
共
同
体
独
特
の
制
度
を
通
じ
て
、
パ

ン
デ
ミ
ッ
ク
に
よ
っ
て
苦
境
に
あ
る
人
に
手
を
差
し
伸
べ
る
フ
ィ
ラ
ン
ソ
ロ

ピ
ー
活
動
や
自
ら
を
顧
み
ず
他
者
を
救
お
う
と
い
う
利
他
的
活
動
が
、
活
発

化
し
て
い
る
。

　
「
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
・
ウ
ラ
マ
ー
（
イ
ス
ラ
ー
ム
指
導
者
）
協
議
会
」（
Ｍ
Ｕ

Ｉ
）
の
ア
ン
ワ
ル
・
ア
ッ
バ
ー
ス
幹
事
長
は
二
〇
二
〇
年
四
月
に
ザ
カ
ー
ト

制
度
を
利
用
し
て
、
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
で
職
を
失
い
貧
困
に
苦
し
ん
で
い
る
隣

人
を
救
え
、
と
い
う
呼
び
か
け
を
行
っ
た
。「
近
所
の
隣
人
が
飢
え
て
い
る

の
を
見
過
ご
し
た
ま
ま
、
十
回
メ
ッ
カ
に
巡
礼
に
出
か
け
た
と
し
て
も
、
そ

の
人
は
良
き
信
仰
者
と
は
い
え
な
い
。
自
ら
を
慈
し
む
よ
う
に
他
者
を
慈
し

み
な
さ
い
」
と
ア
ッ
バ
ー
ス
は
説
き
、
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
に
よ
る
社
会
規
制
が

拡
大
す
る
な
か
で
職
を
失
う
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
が
続
出
し
て
お
り
、
彼
ら
を

救
う
た
め
に
最
寄
り
の
ザ
カ
ー
ト
受
け
入
れ
機
関
に
申
し
出
る
よ
う
呼
び
か

け
た）

31
（

。

　

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
に
は
ザ
カ
ー
ト
を
管
理
す
る
政
府
宗
教
省
傘
下
の
国
家
機

関
と
し
て
「
国
家
喜
捨
庁
」（
Ｂ
Ａ
Ｚ
Ｎ
Ａ
Ｓ
）
が
存
在
す
る
。
パ
ン
デ
ミ
ッ

ク
下
の
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
に
お
い
て
、
あ
ら
た
め
て
扶
助
組
織
と
し
て
の
国
家

喜
捨
庁
の
社
会
的
役
割
に
注
目
が
集
ま
っ
て
い
る
。
ザ
カ
ー
ト
を
専
門
と
す

る
研
究
者
た
ち
は
二
〇
二
〇
年
三
月
に
、
国
家
喜
捨
庁
に
対
し
て
、
パ
ン
デ

ミ
ッ
ク
対
応
と
し
て
、「
国
際
ザ
カ
ー
ト
協
議
会
と
の
連
携
に
よ
る
、
イ
ス

ラ
ー
ム
貧
困
国
へ
の
喜
捨
強
化
」「
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
国
内
予
防
策
と
し
て
マ

ス
ク
の
無
料
配
布
、
予
防
啓
蒙
活
動
へ
の
支
援
」「
ワ
ク
チ
ン
開
発
の
た
め

の
研
究
支
援
」「
ハ
ラ
ル
・
フ
ー
ド
の
健
康
面
で
の
効
用
広
報
」
を
強
化
す

る
よ
う
政
策
提
言
を
行
っ
て
い
る）

32
（

。

　

政
府
機
関
の
み
な
ら
ず
国
か
ら
独
立
し
た
イ
ス
ラ
ー
ム
組
織
も
活
発
な

フ
ィ
ラ
ン
ソ
ロ
ピ
ー
活
動
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
日
本
と
比
較
す
る
と
、
こ

れ
ら
宗
教
組
織
が
福
祉
・
医
療
・
教
育
分
野
に
お
い
て
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
対
策

上
果
た
す
役
割
は
は
る
か
に
大
き
い
。
例
え
ば
前
述
の
ム
ハ
マ
デ
ィ
ヤ
は
、

二
〇
二
〇
年
三
月
五
日
に
新
型
ウ
イ
ル
ス
対
策
指
令
セ
ン
タ
ー
を
立
ち
上
げ
、

慈
善
活
動
・
高
等
教
育
・
初
等
中
等
教
育
・
学
生
組
織
・
女
性
組
織
・
広
報

部
局
間
を
調
整
し
、
総
合
的
な
対
応
に
あ
た
っ
て
い
る）

33
（

。
三
月
二
四
日
に
は

ク
ル
ア
ー
ン
五
章
三
二
節
「
人
の
命
を
救
う
者
は
、
全
人
類
の
命
を
救
っ
た

の
と
同
じ
で
あ
る
」
と
い
う
章
句
を
ひ
い
て
、
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
に
自
発
的

な
無
償
救
援
活
動
を
推
奨
し
た
。

　

巨
大
組
織
ム
ハ
マ
デ
ィ
ヤ
は
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
全
土
に
学
校
、
病
院
、
社
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会
福
祉
施
設
を
有
し
て
お
り
「
ウ
イ
ル
ス
と
の
戦
い
は
ジ
ハ
ー
ド
」
と
い
う

本
部
指
令
に
基
づ
き
、
二
〇
の
ム
ハ
マ
デ
ィ
ヤ
附
属
病
院
が
、
新
型
ウ
イ
ル

ス
感
染
患
者
を
受
け
入
れ
治
療
活
動
を
行
っ
て
い
る
。

　

ム
ハ
マ
デ
ィ
ヤ
は
「
心
の
ケ
ア
」
の
必
要
性
に
つ
い
て
も
、
認
識
し
て
お

り
、
新
型
ウ
イ
ル
ス
対
策
指
令
セ
ン
タ
ー
に
は
「
心
理
社
会
支
援
セ
ン
タ
ー
」

を
設
け
、
社
会
に
向
け
て
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
・
サ
ー
ビ
ス
を
実
施
し
て
い
る
。

こ
の
セ
ン
タ
ー
に
は
、
大
学
や
研
究
機
関
か
ら
志
願
し
た
六
〇
人
の
心
理
学

者
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
が
待
機
し
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
を
通
じ
て
寄
せ
ら
れ
た
相
談
に
応
じ

て
い
る）

34
（

。

　

非
常
事
態
に
あ
っ
て
「
祈
り
」
の
重
要
性
を
あ
ら
た
め
て
説
い
た
の
が
、

前
述
の
ム
ス
ト
フ
ァ
・
ビ
ス
リ
で
あ
る
。
世
界
最
大
の
イ
ス
ラ
ー
ム
組
織
ナ

フ
ダ
ト
ゥ
ル
・
ウ
ラ
マ
ー
が
発
信
す
る
オ
ン
ラ
イ
ン
・
メ
デ
ィ
ア
「
Ｎ
Ｕ
オ

ン
ラ
イ
ン
」（
三
月
一
六
日
付
け
）
は
、
リ
ベ
ラ
ル
・
寛
容
派
の
総
帥
ム
ス

ト
フ
ァ
・
ビ
ス
リ
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
伝
え
て
い
る
。
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
で

本
格
的
な
感
染
拡
大
が
始
ま
っ
て
い
た
時
期
に
政
府
や
医
療
関
係
者
に
よ
る

様
々
な
取
り
組
み
が
行
わ
れ
て
い
た
が
、「
忘
れ
て
は
い
け
な
い
の
が
、
信

仰
の
し
も
べ
と
し
て
、
ウ
イ
ル
ス
も
含
め
て
す
べ
て
を
司
る
神
へ
の
祈
り
と

と
も
に
、
精
神
を
高
み
に
置
こ
う
と
す
る
霊
的
な
努
力
」
と
述
べ
て
い
る
。

　

ム
ス
ト
フ
ァ
・
ビ
ス
リ
は
、
宗
教
と
近
代
科
学
文
明
の
最
先
端
で
あ
る
医

療
は
、
未
知
の
ウ
イ
ル
ス
と
戦
う
た
め
の
車
の
両
輪
と
捉
え
て
お
り
、
心
の

領
域
に
お
い
て
は
信
仰
が
免
疫
力
を
高
め
る
有
効
な
手
段
と
考
え
て
い
た
。

信
者
た
ち
に
対
し
て
、
礼
拝
前
の
「
身
体
の
清
め
（w

udhu

）
を
完
璧
な

も
の
と
せ
よ
」
と
公
衆
衛
生
の
理
に
か
な
っ
た
指
示
を
与
え
、
続
け
て
世
界

の
安
寧
を
祈
る
ハ
デ
ィ
ー
ス
（
宗
祖
ム
ハ
ン
マ
ド
の
言
行
）
の
一
節
を
繰
り

か
え
し
唱
え
る
こ
と
で
、
祈
り
に
集
中
し
、
心
が
乱
さ
れ
る
こ
と
な
い
よ
う

訴
え
て
い
る）

35
（

。

ま
と
め

　

こ
の
よ
う
に
俯
瞰
し
て
み
る
と
、
日
本
の
宗
教
と
は
全
く
異
な
る
宗
教
と

考
え
ら
れ
て
い
る
イ
ス
ラ
ー
ム
教
だ
が
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
出
現
に

つ
い
て
、「
天
譴
論
」「
人
類
の
団
結
」
と
い
っ
た
似
通
っ
た
言
説
が
語
ら
れ

て
い
る
。
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
へ
の
対
応
を
宗
教
が
ど
う
説
い
て
い
る
か
と
い
う

点
に
は
つ
い
て
も
、「
近
代
医
学
と
の
共
存
」「
相
互
扶
助
」「
祈
り
へ
の
集

中
」
と
い
っ
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
、
イ
ス
ラ
ー
ム
で
も
宗
教
指
導
者
か
ら
信
者

に
対
し
て
打
ち
出
さ
れ
て
い
る
。

　

危
機
的
な
状
況
に
つ
い
て
、
一
部
「
天
譴
論
」
を
語
る
宗
派
も
あ
る
が
、

主
流
派
は
「
天
譴
論
」
を
「
人
間
の
努
力
を
無
視
し
運
命
論
に
陥
ら
せ
る
」、

あ
る
い
は
「
他
者
へ
の
憎
悪
を
募
ら
せ
人
類
の
団
結
を
乱
す
も
の
」
と
し
て

否
定
し
て
い
る
。
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近
代
化
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
進
行
す
る
世
界
で
は
、
宗
教
は
公
的
空
間
か

ら
私
的
空
間
へ
と
限
定
さ
れ
て
ゆ
き
、
社
会
的
影
響
力
を
弱
め
て
い
く
と
考

え
ら
れ
て
き
た
が
、
イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
で
は
一
九
七
〇
年
代
か
ら
む
し
ろ

「
イ
ス
ラ
ー
ム
再
活
性
化
」
と
呼
ば
れ
る
現
象
が
起
き
て
い
た
。
今
回
の
パ

ン
デ
ミ
ッ
ク
に
お
い
て
も
、
あ
ら
た
め
て
イ
ス
ラ
ー
ム
が
持
つ
社
会
的
役
割

が
認
識
さ
れ
、
危
機
を
乗
り
越
え
て
い
く
た
め
に
、
い
か
に
そ
の
機
能
を
最

大
限
に
発
揮
さ
せ
る
か
議
論
が
交
わ
さ
れ
て
い
る
。

　

イ
ス
ラ
ー
ム
圏
に
比
し
て
、
日
本
で
は
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
危
機
下
の
宗
教
の

役
割
を
め
ぐ
る
議
論
は
低
調
で
、
作
家
の
五
木
寛
之
は
日
本
で
は
古
来
危
機

の
時
代
に
人
々
が
す
が
る
先
で
あ
っ
た
宗
教
が
社
会
の
ニ
ー
ズ
に
応
え
ら
れ

お
ら
ず
、「（
仏
教
の
教
え
か
ら
危
機
の
時
代
の
生
き
方
を
説
い
た
親
鸞
、
日

蓮
、
道
元
の
よ
う
な
）
宗
教
者
の
声
は
き
こ
え
て
き
ま
せ
ん）

36
（

」「
コ
ロ
ナ
に

際
し
て
緊
急
事
態
宣
言
下
に
拝
観
を
禁
じ
、
門
戸
を
閉
じ
た
寺
も
多
く
あ
り

ま
し
た）

37
（

」
と
宗
教
の
沈
滞
を
嘆
じ
て
い
る
。

　

と
は
い
え
五
木
は
、
人
は
感
染
予
防
と
経
済
だ
け
に
生
き
る
に
あ
ら
ず
、

と
し
て
現
代
人
の
精
神
に
は
新
型
ウ
イ
ル
ス
か
ら
身
を
守
る
「
心
の
抗
体
」

が
必
要
と
主
張
す
る
。
宗
教
の
無
力
を
嘆
き
つ
つ
、
宗
教
的
な
感
性
を
研
ぎ

澄
ま
す
重
要
性
を
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
冒
頭
で
紹
介
し
た
山
崎
正
和
の

「
近
代
前
の
歴
史
へ
の
復
帰
」
と
共
鳴
す
る
議
論
と
い
え
よ
う
。

　

ア
ジ
ア
の
イ
ス
ラ
ー
ム
圏
や
仏
教
圏
に
お
け
る
宗
教
活
性
化
・
社
会
関
与

の
趨
勢
に
刺
激
を
受
け
て
、「
エ
コ
ロ
ジ
ー
の
観
点
か
ら
の
古
神
道
再
評
価
」

「
行
動
す
る
仏
教
」「
地
域
に
開
か
れ
た
寺
」「
臨
床
宗
教
師
」
と
い
っ
た
現

状
打
破
の
試
み
が
、
日
本
の
宗
教
界
で
も
見
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
模
索
か
ら

ポ
ス
ト
・
コ
ロ
ナ
時
代
の
新
し
い
生
き
方
に
つ
い
て
説
得
的
な
提
案
が
打
ち

出
さ
れ
る
な
ら
ば
、
短
期
的
に
は
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
不
況
で
淘
汰
さ
れ
る
寺
社

の
数
は
少
な
く
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
長
期
的
に
は
日
本
に
お
い
て
も
宗
教
が

復
権
し
て
く
る
可
能
性
は
充
分
あ
る
、
と
考
え
ら
れ
る
。

注（
1
）W

orld Econom
ic Forum

, “CO
V
ID

-19 Risks O
utlook: A

 Prelim
inary M

ap-
ping and its Im

plications. ” T
he W

orld E
conom

ic Forum
, M

ay 2020, https://
jp.w

eforum
.org/reports/covid-19-risks-outlook-a-prelim

inary-m
apping-and-

its-im
plications#econom

ic-risks-top-the-charts

（
二
〇
二
〇
年
一
〇
月
一
日
ア
ク
セ

ス
）．

（
2
）
国
連
広
報
セ
ン
タ
ー
「
ア
ン
ト
ニ
オ
・
グ
テ
ー
レ
ス
国
連
事
務
総
長
ビ
デ
オ
・
メ
ッ

セ
ー
ジ
：
私
た
ち
は
皆
同
じ
仲
間
：
人
権
とCO

V
ID

19

の
対
応
、
そ
し
て
復
興
」
二
〇

二
〇
年
四
月
、https://w

w
w
.unic.or.jp/new

s_press/m
essages_speeches/sg/37 

324/

（
二
〇
二
〇
年
一
〇
月
一
日
ア
ク
セ
ス
）．

（
3
）U

N
ESCO

, “CO
V
ID

-19 Im
pact on Education. ” https://en.unesco.org/covid 

19/educationresponse

（
二
〇
二
〇
年
一
二
月
一
日
ア
ク
セ
ス
）．

（
4
）
山
崎
正
和
「
二
一
世
紀
の
感
染
症
と
文
明
：
近
代
を
襲
う
見
え
な
い
災
禍
と
日
本
人
が

養
っ
て
き
た
公
徳
心
」、『
中
央
公
論
』、
二
〇
二
〇
年
七
月
号
、
二
二
頁
。

（
5
）
同
上
、
二
九
頁
。
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（
6
）
同
上
。

（
7
）
藤
山
み
ど
り
「
新
型
コ
ロ
ナ
に
対
し
て
宗
教
界
は
ど
う
対
処
せ
よ
と
説
い
た
か
？
」
宗

教
情
報
セ
ン
タ
ー
『
研
究
員
レ
ポ
ー
ト
』
二
〇
二
〇
年
五
月
一
七
日
、https://w

w
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